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い
が

と
い
う
現
象
は
、
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
や
は

り
、
教
育
の
問
題
、
そ
の
他
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
興
味
の
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
拝
む
理
由
に
つ
い
て
は
、
拝
む
人
自
身
が
は
っ
き
り
し
て

い
な
い
。
一
番
多
い
理
由
を
あ
げ
た
の
は
、
先
祖
へ
の
挨
拶
、
次
に

何
と
な
く
習
慣
だ
か
ら
、
次
に
先
祖
へ
の
感
謝
・
供
養
、
中
に
は
拝

ま
な
い
と
よ
く
な
い
こ
と
が
起
る
か
ら
、
な
ど
と
い
う
理
由
も
あ
り

ま
す
。
以
上
が
仏
壇
の
礼
拝
で
す
が
、
神
棚
で
す
と
、
習
慣
だ
か
ら

と
い
う
理
由
が
一
番
多
い
、
こ
の
よ
う
に
、
先
祖
へ
の
挨
拶
、
習
慣

だ
か
ら
と
い
う
拝
む
理
由
か
ら
、
信
仰
の
あ
り
方
、
宗
教
行
動
と
い

う
こ
と
が
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
日
本

的
な
意
識
行
動
の
中
に
、
日
蓮
宗
な
ど
の
よ
う
な
挨
拶
の
意
義
が
お

る
の
か
、
浄
土
宗
な
ら
ど
の
よ
う
な
挨
拶
の
意
味
が
あ
る
の
か
と
い

っ
た
意
識
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
っ
た
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
教

化
を
し
て
ゆ
く
側
と
し
て
一
つ
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
こ

れ
は
農
村
に
限
ら
ず
一
般
的
な
事
柄
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
第
三
の
寺
、
僧
侶
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も

っ
て
い
る
の
か
と
い
う
間
は
、
非
常
に
難
し
く
、
こ
ち
ら
で
必
要
か

否
か
の
ど
ち
ら
か
を
選
ん
で
も
ら
う
方
式
を
採
り
ま
し
た
。

寺
が
必
要
と
答
え
た
も
の
は
、
十
代
で
4
2
%
、
二
十
代
で
8
5
%
で

ほ
と
ん
ど
寺
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
供
養
の

為
に
3
3
%
、
葬
式
の
為
に
1
 
9
%
、
そ
し
て
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
い
う

も
の
が
僅
か
9
%
、
多
く
は
供
養
・
葬
式
の
為
に
必
要
と
い
う
要
求

一
箪
∴
J
\

持

し
「

が
う
か
が
わ
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

僧
侶
の
方
も
必
要
と
答
え
た
も
の
は
、
十
代
で
5
1
%
、
二
十
代
で

0
0
%
以
上
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
ど
う
必
要
か
と
い
う
答
え
に
な

り
ま
す
と
、
葬
式
を
す
る
な
ど
儀
式
を
行
う
場
合
に
必
要
と
す
る
の

が
大
部
分
の
答
え
で
失
望
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
困
っ
た
と

き
に
相
談
す
る
人
、
指
導
し
て
も
ら
え
る
人
と
い
う
意
識
が
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
農
村
の
中
で
坊
さ
ん
と
い
う
の
が
ど
の
よ
う
に
受
け

と
め
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
の
が
疑
問
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。今

回
の
調
査
で
感
じ
た
こ
と
は
、
農
村
の
青
年
も
意
外
に
マ
ス
コ

ミ
で
一
般
化
さ
れ
て
き
、
都
市
の
青
年
と
大
へ
ん
に
似
た
よ
う
な
傾

向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

時
間
の
都
合
で
充
分
な
説
明
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、

後
の
質
問
の
時
間
で
不
足
の
点
を
埋
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
代
と
信
仰
実
践

渡

辺
.
宝

陽

浅
学
非
才
な
私
に
犬
へ
ん
重
要
な
問
題
を
問
題
提
起
し
ろ
と
い
う

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
な
り
に
考
え
た
も
の
を
発
表
さ
せ
て
戴

き
ま
す
。
只
今
、
新
聞
智
照
師
・
木
名
瀬
寛
明
師
の
非
常
に
具
体
的

な
問
題
を
示
さ
れ
て
、
そ
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
考
え
ら
れ
る

7



わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
私
も
東
京
北
部
の
足
立
区
の

一
住
職
と
し
て
何
ら
か
の
実
践
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
か
ら
申
し

ま
す
こ
と
も
、
自
分
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
願
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
ご
ざ
い
ま
す
。

先
ず
、
こ
こ
で
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
、
教
学
と
い
う
も
の
を
教

団
の
中
枢
と
し
て
考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
学
と
教
団

と
布
教
の
三
は
、
お
互
い
に
三
角
の
緊
張
関
係
に
あ
っ
て
、
そ
の
い

づ
れ
を
も
信
仰
が
つ
な
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

布
教
と
い
う
も
の
は
、
教
学
と
教
団
の
理
念
と
深
い
か
か
わ
り
を

持
っ
て
い
る
。
教
学
と
い
う
も
の
は
、
教
団
に
お
け
る
具
現
化
、
布

教
の
第
一
線
に
お
け
る
実
体
化
と
い
う
も
の
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
は
信
仰
の
実
践
化
、
或
は
具
現
化
と
い
っ
た
も

の
は
、
教
団
・
教
学
・
布
教
の
三
者
の
協
同
作
業
の
上
に
実
を
結
ぶ

も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
お
互
い
に
緊
張
関
係
の
上
に
す
す
め
ら
れ
て
ゆ

く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
昨
年
、
昨
年
の
第
一
、
第
二
の
教
化
研
究
会
議
に
参
集
さ
れ
た

方
々
の
共
有
し
て
い
る
問
題
と
い
う
も
の
は
、
お
そ
ら
く
純
粋
信
仰

と
い
う
も
の
は
ど
の
よ
う
に
し
て
実
践
し
て
ゆ
く
べ
き
か
、
或
は
、

ど
の
よ
う
に
実
践
で
き
る
の
か
、
と
い
う
共
通
の
悩
み
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
推
察
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

い
わ
ば
日
蓮
宗
の
行
信
・
信
仰
の
実
践
に
心
を
砕
き
な
が
ら
も
、

教
団
の
枠
と
か
、
寺
院
の
持
つ
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
、
教
団
組
織
の
制

約
を
超
え
て
ど
の
よ
う
に
信
仰
し
実
践
し
て
ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
に

取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

英
は
教
師
の
悩
み
は
教
団
の
悩
み
で
あ
る
と
共
に
教
学
的
な
悩
み

で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
相
関
関
係
に
お
い
て
克
服
し

て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

現
代
と
信
仰
実
践
と
い
う
テ
ー
マ
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
、
一
一
に
つ
い
て
深
く

洞
察
す
る
な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う

が
、
一
応
次
の
よ
う
に
簡
単
に
考
え
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す
。

現
代
の
問
題
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
最
近
の
諸
方
面
で
切

実
な
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
人
間
自
身
が
利
益
の
た
め
に
生
み
出

し
た
と
こ
ろ
の
文
化
・
政
治
そ
の
他
の
こ
と
が
ら
が
逆
に
人
間
自
身

を
苦
し
め
て
い
る
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
が
実
感
と
し
て
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
現
在
は
か
つ
て
の
よ
う
に
自
然
か
ら
の

恐
怖
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
自
身
が
作
り
出
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾

が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
時
代
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
法
華
経
に
示
さ
れ
る

と
こ
ろ
の
五
濁
悪
世
の
時
代
で
あ
る
と
切
実
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
信
仰
と
い
う
も
の
は
、
こ
こ
で
い
う
信
仰
と
は
わ
れ
わ
れ
の

信
仰
す
る
法
華
経
の
救
い
と
い
う
も
の
に
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
法
華
経
と
い
う
も
の
は
三
世
諸
仏
説
法
の
儀
式
と
し
て
久
遠
実
成

与
∴
肌
青
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の
釈
迦
牟
尼
仏
が
お
説
き
に
な
り
、
そ
し
て
多
宝
如
来
が
本
願
の
故

に
証
明
さ
れ
、
十
方
分
身
諸
仏
が
讃
嘆
し
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る

仏
法
中
の
仏
法
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
聖
人
が
わ
れ
わ
れ
に
開
導
さ
れ

た
大
法
の
信
仰
に
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
が
い
う
ま
で
も
な
く
わ
れ
わ

れ
に
与
え
ら
れ
た
信
仰
に
生
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

第
三
に
、
信
仰
が
信
仰
者
の
あ
り
よ
う
全
体
、
乃
至
私
と
い
う
個

の
内
面
を
指
す
も
の
と
す
れ
ば
、
実
践
と
は
、
そ
の
信
仰
者
の
活
動

体
を
さ
す
の
で
お
り
、
そ
れ
は
究
極
的
に
は
大
衆
の
魂
の
み
と
り
の

信
仰
達
成
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
体
で
あ
る
、
と

い
う
ふ
う
に
規
定
で
き
る
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
実
践
と
い
え
ば
実

践
の
諸
形
態
が
あ
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
は
信
仰
者

の
活
動
体
、
最
終
的
に
は
魂
の
み
と
り
信
仰
達
成
と
考
え
た
い
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
簡
単
に
決
め
つ
け
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
現
代
に
生
き

る
法
華
信
仰
の
実
践
と
は
、
久
遠
本
仏
の
法
華
経
の
救
い
に
生
き
る

信
仰
者
の
活
動
体
で
あ
る
と
い
う
極
め
て
抽
象
的
な
答
を
ひ
き
出
す

こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
宗
教
的
に
は
こ
れ
で
よ
い
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
す
し
、
信
仰
実
践
と
い
う
も
の
を
、
と
も
か
く

大
き
な
枠
の
中
で
考
え
る
だ
け
で
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
あ
る
意
味

で
は
充
分
で
は
な
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
こ
の

よ
う
な
基
本
の
中
で
信
仰
を
深
め
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
れ
か
ら
社
会
的

人
間
と
し
て
の
信
仰
者
、
社
会
的
個
と
し
て
の
実
践
者
が
そ
れ
ぞ
れ

の
信
仰
者
の
中
で
総
合
的
に
媒
介
さ
れ
、
或
は
葛
藤
に
悩
ま
さ
れ
る

そ
の
中
で
の
信
仰
の
営
み
、
実
践
の
営
み
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か

と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
信
仰

と
実
践
と
い
う
こ
と
が
基
本
的
な
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

伝
統
教
団
か
ら
信
仰
教
団
へ
刷
新
さ
れ
る
こ
と
が
、
目
下
の
わ
れ

わ
れ
の
最
大
の
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
間
題
は
教
師
一

人
一
人
の
自
己
革
新
で
あ
り
、
檀
信
徒
一
人
一
人
の
信
仰
の
め
ざ
め

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
、
教
師
・
檀
信
徒
が
一
体
の

関
係
に
連
な
り
全
て
の
信
仰
徒
が
共
有
の
教
団
を
持
つ
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
目
標
に
向
う
こ

と
は
、
教
団
の
組
織
化
と
か
、
或
は
教
団
の
体
制
の
刷
新
で
あ
る
と

か
と
い
う
こ
と
だ
け
に
目
を
む
け
る
の
で
は
な
く
し
て
、
実
は
す
べ

て
の
信
仰
者
の
信
仰
を
深
化
す
る
こ
と
と
、
そ
の
活
動
体
の
実
践
を

伴
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
両
用
を
併
わ
せ
も
つ
と
こ
ろ
の
教
団
の
建

設
と
い
う
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
教
団
か
ら
信
仰
教
団
へ
の
転
換

と
な
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
論
議
が
問
題
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
現
実
に
寺
院
に
お
け
る
活
動
の
中
で
ど
の
よ
う
な
実

践
活
動
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

具
体
的
な
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
次
の
よ
う
な
こ
と

を
思
い
起
す
の
で
あ
り
ま
す
。

か
の
優
陀
郡
日
輝
和
上
が
、
当
時
の
僧
侶
を
諌
め
て
、
寺
院
住
職

と
い
う
も
の
は
、
と
く
と
く
と
し
て
旧
来
の
活
動
を
し
て
い
る
が
、



現
行
は
商
家
の
オ
カ
ミ
さ
ん
で
す
ら
布
教
し
て
い
る
時
代
で
あ
る
。

一
般
大
衆
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
知
的
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い

て
そ
れ
に
対
応
し
て
ゆ
く
よ
う
な
弘
教
を
せ
よ
、
と
い
わ
れ
て
い

る
。又

、
あ
る
先
師
は
、
教
学
の
確
立
が
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
多
く
の

新
寺
建
立
を
行
っ
て
も
、
そ
れ
は
も
ろ
い
存
在
で
し
か
な
い
、
と
い

っ
て
教
学
の
興
隆
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

今
日
、
教
団
に
お
い
て
教
学
と
い
え
ば
、
三
秘
五
網
の
解
釈
、
或

は
教
学
的
見
解
と
か
、
教
学
的
展
開
と
か
と
い
う
ふ
う
に
受
け
と
ら

れ
て
い
る
む
き
が
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
き
ほ
ど
、
教
団
・
教

学
・
布
教
の
相
互
関
係
の
緊
密
さ
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
の
も

そ
れ
ら
が
い
づ
れ
も
信
仰
の
地
に
ょ
っ
て
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
般
に
神
仏
を
祈
念
し
て
信
仰
す
る
人
、
こ
れ
を
信
心
家
、
い
わ
ゆ

る
困
っ
た
と
き
の
神
だ
の
み
的
な
信
心
が
信
仰
家
と
い
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
日
本
に
お
け
る
信
仰
集
団
は
、
こ
の
よ
う
な
信
心

家
達
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
信
仰
の
交
流
と
教
団
の
使
命
と
い
う
テ
ー

マ
の
も
と
に
こ
の
よ
う
な
主
催
を
も
つ
と
い
う
の
も
、
実
は
そ
こ
か

ら
脱
却
し
て
よ
り
よ
い
教
団
を
作
り
出
す
為
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
と
い
う
問
題
を
か
か
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
と
思
い
ま

す
。こ

こ
で
、
聖
人
の
信
仰
を
仰
ぎ
み
ま
す
と
、
教
学
と
い
う
も
の
が

単
な
る
形
式
的
論
議
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
今
更
言
う
こ
と
で

は
な
い
が
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

釈
尊
の
示
さ
れ
た
真
実
の
教
を
追
究
し
て
唱
題
事
の
信
仰
に
帰
着

す
る
、
こ
れ
が
日
蓮
聖
人
の
生
涯
に
お
い
て
示
さ
れ
た
全
体
で
あ
り

わ
れ
わ
れ
が
、
教
学
・
教
団
・
布
教
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
す
べ
て

の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
日
蓮
聖
人
の
信
仰
は
、
日
本
国
に
生
れ
た
一
人
の
人

間
と
し
て
、
或
は
末
法
に
生
を
営
む
一
人
の
凡
夫
と
し
て
の
そ
れ
に

始
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
法
華
経
の
行
者
、
上
行
菩
薩
の
ご
自
覚

に
立
た
れ
て
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
法
華
取
要

抄
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
末
代
の
凡
夫
と
し
て
の
共
感
に
立
た
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

信
仰
と
い
う
も
の
は
、
上
か
ら
下
へ
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
常
に
一
衆
の
一
人
と
し
て
、
或
は
、
一
個
の
有
情
と

し
て
自
己
の
生
を
確
認
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
、
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
は
大
衆
の
一
人
と
し
て
生
活
し
て
い
る

わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
教
化
・
実
践
の
場
に
お
い
て
、
大
衆

の
一
人
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
、
は
た
し
て
感
得
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
か
、
信
仰
の
地
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
自
己
を
大
衆
の
一

人
と
し
て
置
く
、
或
は
大
衆
の
悩
み
を
共
に
悩
む
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
日
蓮
聖
人
の
信
仰
の
意
義

を
考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
社
会
科
学
の
方
法
と
い
う
中
で
述
べ
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一
事

て
い
る
。
「
民
衆
の
生
活
の
隅
々
に
ま
で
入
り
込
ん
で
彼
ら
の
魂
の

平
安
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
矛
盾
を
納
得
的
に
説
明
し
、
了
解
さ

せ
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
」
。
と
い
う
精
神
は
、
大
衆
の
一

人
と
し
て
生
き
、
そ
こ
か
ら
の
問
題
提
起
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考

え
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

然
ら
ば
、
信
仰
者
の
実
践
と
い
う
も
の
を
、
聖
人
は
ど
.
の
よ
う
に

示
さ
れ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
、
こ
れ
も
改
め
て
主
旨
を
申
す
ま
で

の
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
聖
人
の
法
華
信
仰
の
理
想
像
は

法
華
経
の
行
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

白
妙
聖
人
御
書
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
余
人
に
対
し
て
も
篤
き
信

仰
者
を
法
華
経
の
行
者
と
し
て
讃
め
た
た
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
法
華
経
の
行
者
は
、
聖
人
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く

て
、
聖
人
の
法
華
信
仰
の
理
想
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
確

認
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
法
華
経
の
行
者
と
は
凡
夫
を
離

れ
た
存
在
で
は
な
く
、
凡
夫
の
自
覚
の
上
に
本
仏
釈
尊
の
大
慈
悲
と

証
悟
と
い
う
も
の
を
確
証
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
確
証
と
い
う
も
の
は
、
法
華
取
要
抄
の
中
に
示
さ

れ
た
よ
う
に
、
わ
れ
ら
凡
夫
の
上
に
加
被
さ
れ
た
釈
尊
の
犬
慈
悲
と

法
華
経
の
教
法
を
受
け
取
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
観
心
本

尊
抄
の
法
華
を
識
る
者
は
世
法
を
得
べ
き
か
。
一
念
三
千
を
知
ら
ざ

る
者
に
は
仏
大
慈
悲
を
起
し
、
妙
法
五
字
の
袋
の
う
ち
こ
の
珠
を
つ

つ
み
、
末
代
幼
稚
の
頚
に
か
け
き
し
む
、
四
大
菩
薩
こ
の
人
を
守
護

し
給
は
ん
こ
と
、
太
公
周
公
の
成
王
を
摂
扶
し
、
四
酷
が
恵
帝
に
侍

奉
せ
し
に
異
ら
ざ
る
も
の
な
り
、
の
文
こ
そ
、
最
も
大
切
な
わ
れ
わ

れ
の
信
仰
の
指
標
、
信
仰
者
の
境
地
が
示
さ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
文
を
依
拠
と
し
て
い
る
こ
と
を
再
認
識
し
、
そ
の
内
容

の
深
化
、
そ
の
境
地
の
実
成
・
伝
達
と
い
う
も
の
に
お
い
て
信
仰
生

活
を
営
み
、
伝
達
・
実
践
と
い
う
も
の
を
な
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
考
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
聖
人
の
お
言
葉
は
、
単
に
自
己
に
お
い
て

証
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
た
問
題
で
は
な
い
。
さ
き
に
あ
げ
た
観
心

本
尊
抄
の
文
に
、
天
晴
れ
ぬ
れ
ば
地
明
ら
か
な
り
、
法
華
を
載
る
者

は
世
法
を
得
べ
き
か
、
と
い
う
ふ
う
に
、
世
法
と
仏
法
の
相
即
を
説

い
て
お
る
と
こ
.
ろ
で
あ
り
ま
す
。
富
木
殿
に
あ
て
ら
れ
た
手
紙
に
も

み
ら
れ
る
よ
う
に
信
仰
と
い
う
も
の
が
単
に
心
の
内
容
だ
け
の
問
題

で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
社
会
的
な
個
と

し
て
の
信
仰
者
の
自
覚
と
い
う
も
の
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
注
目
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
、
信
仰
の
内
証
と
、
国
土
の
救
済
と
い
う
も
の
は
、

立
正
安
国
論
に
お
い
て
、
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
速
や
か
に

英
乗
の
一
書
に
帰
せ
よ
、
然
ら
ば
即
ち
三
界
は
み
な
仏
国
な
り
、
仏

国
そ
れ
衰
え
ん
や
、
十
方
は
悉
く
宝
土
な
り
、
宝
土
何
ぞ
壊
れ
ん
や

国
に
衰
微
な
く
土
に
破
壊
な
く
ん
ば
、
身
は
是
れ
安
全
に
し
て
、
心

は
是
れ
禅
定
な
ら
ん
云
云
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
一
体
的
に
示
さ
れ
て

い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

聖
人
は
、
婆
婆
国
土
を
釈
尊
の
浄
土
と
さ
れ
、
そ
の
中
の
衆
生
は

間



す
べ
て
是
れ
我
が
有
な
り
と
い
う
こ
と
を
確
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
が
、
こ
の
理
想
の
浄
土
の
顕
現
と
い
う
も
の
が
法
華
経
の

浄
土
に
た
て
ら
れ
、
一
方
で
は
本
仏
釈
尊
の
大
慈
悲
、
或
は
本
仏
の

成
道
時
の
加
被
と
い
う
も
の
、
そ
の
中
に
わ
れ
わ
れ
が
救
済
さ
れ
る

と
共
に
わ
れ
わ
れ
が
生
き
続
け
て
い
る
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
信
仰

と
実
践
の
第
一
義
辞
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
り

ま
す
。

具
体
的
な
行
動
、
組
織
論
、
教
化
論
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ

う
し
、
叉
、
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し

か
し
、
今
、
申
し
た
よ
う
な
釈
尊
よ
り
の
救
済
と
救
済
に
生
き
る
人

間
の
実
践
と
い
う
も
の
が
大
衆
レ
ベ
ル
に
お
い
て
確
認
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
教
団
と
教
学
と
布
教
が
一
体
化
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
一
辺
に
一
体
化
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か

な
い
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
お
互
い
が
緊
張
関
係
に
成
立
つ
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
も
、
繰
り
返
し
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
に
お
い

て
理
想
的
な
法
華
経
の
行
者
、
或
は
英
雄
の
存
在
が
あ
っ
て
、
そ
れ

に
後
つ
い
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
教
団

と
い
う
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
は
よ
く
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
、
つ
ま
り
、
教
団
の
リ
ー
ダ
ー
と
、
教
学
と
布
教
者
と
い
う
も
の

が
信
仰
と
実
践
の
中
に
お
い
て
信
仰
教
団
と
い
う
も
の
が
で
き
上
る

の
で
は
な
い
か
、
私
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

抽
象
的
な
こ
と
で
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
一
応

確
認
事
項
だ
け
申
し
上
げ
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。

農
村
寺
院
に
あ
け
る
教
化
の
問
題
点

(
討
議
要
旨
)

昭
和
四
十
五
年
五
月
二
十
三
日
・
四
日
・
五
日
の
三
日
間
、
秋
田

市
に
お
い
て
東
北
六
県
宗
務
区
教
化
研
究
集
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
の

報
告
に
も
と
づ
い
た
質
疑
応
答
と
討
議
が
行
わ
れ
た
。

東
北
農
村
の
現
状
は
、
就
労
適
齢
者
の
都
市
流
入
に
よ
る
過
疎
化

現
象
の
深
刻
な
社
会
問
題
と
共
に
、
都
市
化
の
波
も
除
々
に
で
は
あ

る
が
、
た
し
か
に
生
活
の
中
、
意
識
の
中
に
打
ち
寄
せ
て
い
る
事
実

も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
変
容
の
中
で
、
農
村
寺
院
は
教
化
法
を
ど
の
よ
う
に
考

え
、
ど
う
実
践
し
て
ゆ
く
か
、
現
場
教
師
は
と
ま
ど
い
を
感
じ
、
試

行
錯
誤
を
く
り
返
し
模
索
し
て
い
る
の
が
偽
わ
ざ
る
現
況
で
あ
る
。

一
般
に
、
農
村
に
お
け
る
檀
信
徒
の
教
師
へ
の
指
導
を
期
待
す
る

も
の
は
、
実
際
の
生
活
に
直
接
に
関
わ
る
も
の
、
実
生
活
の
指
示
を

望
ん
で
い
る
。
本
来
の
法
華
経
と
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
そ
こ
に
ど
う

指
導
し
信
仰
を
高
め
て
ゆ
く
か
、
そ
の
か
み
合
わ
せ
の
難
し
さ
は
、

ま
た
、
言
説
布
教
の
当
面
す
る
困
難
な
課
題
で
も
あ
る
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
、
体
験
者
か
ら
布
教
が
実
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
に
な
っ
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